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巻頭エッセイ●ことのは

福岡　伸一
　

微
生
物
、
血
球
な
ど
の
発
見
を
し
て
生
物
学
史
に
そ

の
名
を
と
ど
め
る
ア
ン
ト
ニ
・
レ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ッ
ク
は

一
六
三
二
年
十
月
、
オ
ラ
ン
ダ
の
小
都
市
デ
ル
フ
ト
に

生
ま
れ
た
。
彼
が
使
用
し
た
自
作
の
顕
微
鏡
は
、
現
在

の
顕
微
鏡
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
、
小
さ
な
金
属
の
板

に
球
形
の
レ
ン
ズ
を
挟
み
込
ん
だ
質
素
な
も
の
だ
っ
た
。

視
野
は
狭
く
、
歪
み
も
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
倍
率
だ

け
は
三
百
倍
近
く
と
い
う
優
れ
た
性
能
を
有
し
て
い
た
。

彼
は
レ
ン
ズ
磨
き
の
工
夫
を
重
ね
て
、
一
心
に
観
察
を

続
け
た
。

　

意
外
な
こ
と
に
、
今
日
、
世
界
中
に
熱
烈
な
フ
ァ

ン
が
い
る
画
家
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
も
同
じ

年
、
同
じ
場
所
で
生
ま
れ
た
。
つ
ま
り
二
人
は
同
い
年

で
、
狭
い
街
の
ご
近
所
さ
ん
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
二

人
の
直
接
的
交
流
を
示
す
文
献
的
な
記
録
は
な
い
。
た

だ
し
、
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
死
後
、
レ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ッ
ク

が
遺
産
管
財
人
を
務
め
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
私
は
思
う
。
二
人
は
あ
る
興
味
を
共
有
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
の
科
学
。
光
が
ど
の
よ

う
に
見
え
、
そ
の
粒
だ
ち
を
い
か
に
表
現
す
べ
き
か
。

　

フ
ェ
ル
メ
ー
ル
は
、
部
屋
の
正
確
な
遠
近
を
キ
ャ
ン

バ
ス
に
写
し
取
る
た
め
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
と

い
う
レ
ン
ズ
つ
き
の
光
学
機
器
を
使
っ
て
い
た
ら
し

い
。
そ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
レ
ン
ズ
の
作
用
に
詳
し
い

レ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ッ
ク
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
一
対

の
作
品
『
地
理
学
者
』
と
『
天
文
学
者
』
は
と
も
に
レ
ー

ウ
ェ
ン
フ
ッ
ク
を
モ
デ
ル
に
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
。

　

レ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ッ
ク
の
ご
く
初
期
の
観
察
記
録
に
は

こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
自
分
は
絵
が
上
手
に
描
け
な
い
。

だ
か
ら
顕
微
鏡
の
ス
ケ
ッ
チ
は
熟
達
の
画
家
に
頼
ん
で

代
わ
り
に
描
い
て
も
ら
っ
た
と
。
そ
れ
は
一
体
誰
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
ん
な
絵
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ロ

ン
ド
ン
の
王
立
協
会
に
死
蔵
さ
れ
て
い
た
オ
リ
ジ
ナ
ル

手
稿
を
閲
覧
し
た
私
は
息
を
の
ん
だ
。
昆
虫
の
脚
を
丁

寧
に
描
い
た
顕
微
鏡
ス
ケ
ッ
チ
は
あ
ま
り
に
も
鮮
や
か

で
、
あ
ま
り
に
も
つ
や
や
か
だ
っ
た
。
こ
れ
は
確
か
に
、

科
学
者
で
は
な
く
芸
術
家
の
手
に
よ
る
も
の
だ
。

　

私
は
不
思
議
な
事
実
に
気
づ
い
た
。レ
ー
ウ
ェ
ン
フ
ッ

ク
の
観
察
ス
ケ
ッ
チ
は
一
六
七
六
年
の
半
ば
以
降
、
急

に
そ
の
タ
ッ
チ
と
ト
ー
ン
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
の

だ
。
絵
は
細
い
線
だ
け
で
描
か
れ
た
平
板
な
も
の
に
な

り
、
初
期
の
ス
ケ
ッ
チ
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
動
的
な
勢

い
は
完
全
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
私
は
、
あ
る
偶

然
の
一
致
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
は

一
六
七
五
年
十
二
月
十
五
日
、
四
十
三
歳
の
若
さ
で
こ

の
世
を
去
っ
た
。
科
学
者
と
芸
術
家
は
同
じ
こ
と
ば
を

め
ざ
し
て
い
た
。
そ
の
交
点
を
巡
っ
て
、
私
の
夢
想
は

遠
い
十
七
世
紀
を
漂
う
。

科
学
の
こ
と
ば
、
芸
術
の
こ
と
ば
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か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
教
材
の
特
徴
を
生
か
し
な
が
ら
、
本
教
材
で
は
、
文
学
的
文
章

に
お
け
る
文
章
の
解
釈
、「
場
面
の
展
開
や
登
場
人
物
な
ど
の
描
写
に
注
意
し
て

読
み
、
内
容
の
理
解
に
役
立
て
る
こ
と
。」［
Ｃ
⑴
ウ
］
を
指
導
す
る
。
そ
の
際

に
は
、
小
学
校
で
の
音
読
に
関
す
る
既
習
事
項
を
ふ
ま
え
、「
様
々
な
種
類
の

文
章
を
音
読
し
た
り
朗
読
し
た
り
す
る
こ
と
。」［
Ｃ
⑵
ア
］
と
い
う
言
語
活
動

を
と
お
し
て
、
文
章
の
理
解
を
い
っ
そ
う
深
め
る
学
習
を
行
っ
て
い
く
。
ま
た
、

「
そ
い
つ
」
と
い
う
描
写
に
着
目
さ
せ
、
代
名
詞
の
も
つ
表
現
上
の
効
果
な
ど 

に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　教
材
の
目
標

◆
作
品
の
前
半
部
と
後
半
部
の
対
応
関
係
に
注
意
し
て
、
作
品
の
理
解
を
深
め

る
。【
第
一
学
年　

読
む
こ
と
［
Ｃ
⑴
ウ
］】

●
語
り
手
は
「
蛇
」
の
こ
と
を
「
そ
い
つ
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
言
い
方

の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
。【
第
一
学
年　

伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項
［
伝
イ
オ
］】

◇
句
読
点
や
間
の
取
り
方
に
注
意
し
て
、
音
読
を
す
る
。【
第
一
学
年　

読
む

こ
と
［
Ｃ
⑵
ア
］】

三

　学
習
計
画
（
全
五
時
間
）

〈
第
一
時
〉
登
場
人
物
を
確
認
し
な
が
ら
、
文
章
の
構
成
や
展
開
を
捉
え
る
。

〈
第
二
時
〉
作
品
の
前
半
部
と
後
半
部
の
対
応
関
係
を
捉
え
る
。

〈
第
三
時
〉「
そ
い
つ
」
と
い
う
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
。

一

　は
じ
め
に

　

今
江
祥
智
の
作
品
は
、『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
』
で
は
初
め
て
掲
載
さ

れ
る
が
、
小
学
校
の
国
語
教
科
書『
ひ
ろ
が
る
こ
と
ば　
し
ょ
う
が
く
こ
く
ご
』

（
教
育
出
版
）で
は
こ
れ
ま
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
学
習
指
導
に
あ

た
っ
て
は
、
授
業
の
導
入
時
に
学
習
内
容
を
想
起
さ
せ
た
り
、
作
品
を
紹
介
し

た
り
し
な
が
ら
本
教
材
に
対
す
る
学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
高
め
さ
せ
た
い
。

　
『
暗
や
み
の
向
こ
う
側
』
で
は
、
同
じ
時
間
に
起
き
て
い
る
で
き
ご
と
が
、

一
枚
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
境
界
に
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
最
後
に
な
っ
て
初
め

て
全
て
の
登
場
人
物
が
、
同
じ
場
面
に
描
か
れ
る
。
ま
た
、
細
か
い
描
写
に
着

目
す
る
と
、
土
の
中
と
地
面
の
上
の
で
き
ご
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

文
学（『
暗
や
み
の
向
こ
う
側
』）

第
一
学
年

場
面
の
展
開
や

人
物
の
描
写
に
注
意
し
て

︱『
暗
や
み
の
向
こ
う
側
』

北
海
道
教
育
大
学
附
属
函
館
中
学
校
教
諭　

黒く
ろ

田だ　

諭さ
と
し　

場
面
の
展
開
や
登
場
人
物
の
描
写
に
注
意
す
る

実践
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学
習
活
動

・
指
導
上
の
留
意
点
／
★
評
価

〈
第
四
時
〉
句
読
点
な
ど
の
記
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
や
効
果
に
つ
い
て

考
え
、
音
読
す
る
。

〈
第
五
時
〉
音
読
を
と
お
し
て
新
た
に
気
づ
い
た
こ
と
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
り
、『
暗
や
み
の
向
こ
う
側
』
の
お
も

し
ろ
さ
を
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。

　
四

　授
業
の
展
開
例

①
展
開
例
（
第
一
時
）

《
板
書
事
項
の
一
部
》

コンクリート

Ｂ

Ａ

導　　入展　　開ま と め

１　

学
習
目
標
と
本
時
の
課
題
を
確

認
す
る
。

２　

全
文
を
読
み
、
あ
ら
す
じ
を
つ

か
む
。

３　

数
字
や
記
号
（
＊
）、
登
場
人

物
に
留
意
し
な
が
ら
、
文
章
の
構

成
や
展
開
を
捉
え
る
。

４　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
と
下
で
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い

る
の
か
整
理
す
る
。

５　

整
理
し
た
内
容
を
見
直
し
、

ノ
ー
ト
を
提
出
す
る
。

・
学
習
目
標
と
本
時
の
課
題
を
板

書
で
示
す
。

・
各
自
で
音
読
さ
せ
る
。

・
登
場
人
物
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場

面
が
視
覚
的
に
わ
か
る
よ
う
、

板
書
を
工
夫
す
る
。

・
３
で
用
い
た
ノ
ー
ト
に
書
き
加

え
さ
せ
る
。

◆
登
場
人
物
を
確
認
し
な
が
ら
文

章
の
構
成
や
展
開
を
捉
え
て
い

る
。【
読
む
能
力
】

「
向
こ
う
側
」　

地
面
の
上

○
登
場
人
物

　
　

若
い
父
親

　
　

息
子

○
場
面

Ｐ
29
Ｌ
12
～
Ｐ
30
Ｌ
15

Ｐ
31
Ｌ
８
～
Ｐ
31
Ｌ
17

Ｐ
31
Ｌ
19
～
終
わ
り

○
起
き
て
い
る
こ
と

「
暗
や
み
」　

土
の
中

そ
い
つ　

＝　

蛇

　

・
と
ぐ
ろ

　

・
カ
エ
ル
、
小
鳥
の
卵

　

・
擬
態
語
「
つ
る
つ
る
…
…
」

　

・
尻
尾　

な
ど

初
め
～
Ｐ
29
Ｌ
８

Ｐ
30
Ｌ
17
～
Ｐ
31
Ｌ
６
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・
Ａ
の
記
述
例
（
生
徒
の
ノ
ー
ト
か
ら
抜
粋
）

　
　

若
い
父
親
と
息
子
が
、
草
花
好
き
の
母
さ
ん
の
た
め
に
庭
造
り
を
し
よ
う

と
、
車
庫
代
わ
り
に
な
っ
て
い
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
壊
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
ら
一
匹
の
蛇
が
出
て
き
た
。

・
Ｂ
の
記
述
例
（
生
徒
の
ノ
ー
ト
か
ら
抜
粋
）

　
　

冬
眠
か
ら
目
覚
め
た
蛇
が
、
春
に
な
っ
て
外
に
出
よ
う
と
し
た
が
、
蓋
を

さ
れ
て
い
て
出
ら
れ
な
い
。
途
方
に
暮
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
誰
か
が
蓋
を
壊

し
て
く
れ
て
い
る
。
や
が
て
外
へ
出
ら
れ
た
。

②
展
開
例
（
第
四
時
）

学
習
活
動

・
指
導
上
の
留
意
点
／
★
評
価

《
生
徒
の
ノ
ー
ト
の
一
部
》

導　　入展　　開

１　

本
時
の
課
題
を
確
認
す
る
。

２　

文
章
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る

記
号
を
確
認
す
る
。

３　

文
章
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る

記
号
の
意
味
や
効
果
に
つ
い
て

考
え
る
。

４　

記
号
の
意
味
や
効
果
を
ふ
ま

え
て
、
各
自
で
音
読
す
る
。

５　

互
い
の
音
読
の
仕
方
を
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
交
流
す
る
。

・
課
題
を
板
書
で
示
す
。

・「
…
…
」「
、」「
○
○
○

0

0

0

」「
― 

―
」「〝　

〟」「
＊
」
な
ど
を
確
認

さ
せ
る
。

・「
各
自
で
考
え
る
」
→
「
グ
ル
ー

プ
で
の
確
認
」
→
「
一
斉
」
と
い

う
流
れ
で
指
導
す
る
。

・
内
容
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
な

が
ら
音
読
さ
せ
る
。

・
一
ペ
ー
ジ
程
度
を
選
ん
で
音
読
さ

せ
、
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
た
の
か

を
口
頭
で
交
流
さ
せ
る
。

ま と め

６　

作
品
の
内
容
で
新
た
に
気
づ

い
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
メ

モ
す
る
。

◆
音
読
を
と
お
し
て
、
内
容
を
よ
り

理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。【
国

語
へ
の
関
・
意
・
態
】
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生
徒
が
自
分
自
身
で
目
標
を
見
定
め
て
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
点
を
説
明
し
た
。

②
第
四
時
の
「
展
開
～
ま
と
め
」
に
お
い
て

　

本
時
に
お
け
る
音
読
は
、「
聞
か
せ
る
」
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、「
内
容
を

理
解
す
る
」
一
助
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
授
業
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
の
か
、
理
解
し
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
音
読
し
よ

う
と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
に
、
記
号

の
解
釈
や
自
分
の
読
み
の
内
容
を
生
か
す
こ
と
の
で
き
る
部
分
を
各
自
で
選
び
、

少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
で
交
流
す
る
と
い
う
学
習
を
盛
り
込
ん
だ
。

 

六

　成
果
と
展
望
（「
音
読
す
る
」
と
い
う
言
語
活
動
に
つ
い
て
）

　

第
四
時
で
の
、
記
号
の
意
味
や
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
学
習
で
は
、
多
く
の

考
え
が
示
さ
れ
、
比
較
的
活
発
な
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

句
読
点
の
打
ち
方
や
、
会
話
や
間
を
表
す
記
号
な
ど
に
留
意
し
て
の
音
読
で
は
、

そ
れ
ら
を
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
音
声
表
現
と
し
て
わ
か
り
に
く
い
と

い
う
結
果
が
見
ら
れ
た
。
音
読
の
指
導
は
既
に
小
学
校
で
行
わ
れ
て
お
り
、
中

学
校
で
は
、
文
章
の
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
を
い
っ
そ
う
深
め
る
た
め
な
ど
に

取
り
扱
う
言
語
活
動
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
あ
る
も
の
の
、
中
学
校
に
お
け
る

音
読
指
導
の
充
実
の
必
要
性
を
改
め
て
感
じ
た
。
今
後
、
小
学
校
の
指
導
事
項

や
、【
第
一
学
年　

伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
［
伝
イ

ア
］】
を
補
充
的
に
取
り
扱
う
こ
と
も
視
野
に
入
れ
た
い
。

五

　授
業
の
実
際

①
第
一
時
の
「
導
入
」
に
お
い
て

　

ど
の
教
材
を
用
い
た
授
業
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
学
習
（
単
元
）
の
導
入
時

に
は
、
学
習
目
標
を
明
確
に
示
す
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
本
実
践
の
第
一

時
で
は
、『
暗
や
み
の
向
こ
う
側
』
を
と
お
し
て
身
に
つ
け
た
い
力
を
次
の
よ
う

な
手
順
で
示
し
た
。

⑴
今
回
の
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
で
は
、「
場
面
の
展
開
や
登
場
人
物
な
ど 

の
描
写
に
注
意
し
て
読
み
、
内
容
の
理
解
に
役
立
て
る
」
力
を
身
に
つ
け

る
。

⑵
こ
の
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
『
暗
や
み
の
向
こ
う
側
』
を
用
い
て
学
習

す
る
。
教
科
書
Ｐ
26
の
右
側
の
青
い
帯
の
と
こ
ろ
を
読
ん
で
み
よ
う
。

　
『
暗
や
み
の
向
こ
う
側
』
に
は
、
あ
る
春
の
日
の
で
き
ご
と
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
地
中
の
「
そ
い
つ
」
の
視
点
と
、
地
上
の
「
父
親
」
と
「
息

子
」
の
視
点
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
場
面
が
ど
の
よ
う
に
展

開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
読
み
分
け
よ
う
。

⑶
具
体
的
に
は
、「『
地
中
』
と
『
地
上
』
の
様
子
や
で
き
ご
と
の
対
応
関
係

に
注
意
し
て
、作
品
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
。」「『
そ
い
つ
』
と
い
う
言
い

方
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。」
の
二
つ
が
学
習
目
標
と
な
る
。
そ

し
て
、
句
読
点
や
間
の
取
り
方
に
注
意
し
て
音
読
す
る
と
い
う
言
語
活
動

を
と
お
し
て
、
よ
り
内
容
を
理
解
し
て
い
く
。

　

こ
の
他
に
も
、
平
成
二
十
四
年
度
版
の
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
』
で

は
、
巻
頭
の
折
込
や
各
教
材
の
冒
頭
に
「
学
習
の
ね
ら
い
」
が
示
さ
れ
て
お
り
、



−7−

国
語
科
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
意
義

佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
准
教
授　

羽は

田だ　

潤じ
ゅ
ん　

連
載
３

と
自
分
の
記
憶
と
を
結
び
つ
け
る
作
業
は
、
時
に
曖
昧
で
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

内
容
を
理
解
で
き
て
い
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
活
字
の
物
語
世
界
は
遊
び
の
あ

る
想
像
の
中
で
楽
し
む
も
の
と
も
い
え
る
。

　
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
は
、
生
徒
が
児
童
期
に
必
ず
出
会
っ
て
い
る
物
語
で
あ
る

（
平
成
二
十
三
年
度
版
小
学
校
教
科
書
で
は
五
社
が
第
四
学
年
で
採
用
）。
ど
の

よ
う
な
授
業
を
通
過
し
て
い
よ
う
と
も
、
個
々
に
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
に
対
す
る

印
象
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
物
語
を
、
中
学
二
年
生
と
い
う
年

齢
で
再
び
出
会
わ
せ
、
か
つ
て
の
自
分
の
読
み
を
振
り
返
り
、
ま
た
、「
映
像

化
」
と
い
う
手
段
を
と
る
こ
と
で
解
釈
を
鮮
明
化
し
、「
批
評
」
す
る
た
め
の
言

葉
を
獲
得
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
本
活
動
の
意
義
が
あ
る
。「
映
像
化
」
は
、自
ら

の
解
釈
を
鮮
明
化
さ
せ
る
と
同
時
に
、「
物
語
を
読
み
解
く
」
と
い
う
作
業
に
自

覚
的
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
ね
ら
い
と
な
る
。
ま
た
、
映
像
化
と
い
う
社
会

的
な
作
業
へ
の
参
加
で
、「
解
釈
」
行
為
が
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
せ
た
い
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
的
・
社
会
的
な
解
釈
活
動
が
、
最
後
に
書
か

せ
る
「
批
評
文
」
の
言
葉
を
生
き
た
も
の
に
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

三

　新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
メ
デ
ィ
ア
の
解
釈
」

　

今
回
の
学
習
活
動
は
、
第
二
学
年
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
の
「
オ　

多

一

　は
じ
め
に

　

連
載
の
第
二
回
で
は
、
第
一
学
年
の
『
写
真
と
言
葉
が
生
み
出
す
世
界
―
メ

デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
入
門
』
の
中
か
ら
、「
詩
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
へ
よ
う
こ
そ
」
を

と
り
あ
げ
、
写
真
を
使
っ
た
新
た
な
詩
の
読
解
学
習
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
今

回
は
、第
二
学
年
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
読
解
（『
物
語
を
読
み
解
く
―
メ
デ
ィ

ア
の
解
釈
』）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。（
本
誌
Ｐ
11
参
照
。）

二

　言
語
表
現
と
映
像
表
現
の
違
い
を
考
え
る

　

第
一
学
年
で
詩
の
解
釈
を
鮮
明
化
し
て
い
く
際
に
「
写
真
」
を
活
用
し
た
よ

う
に
、
第
二
学
年
で
は
、『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
に
対
す
る
解
釈
を
鮮
明
化
す
る
た
め
、

「
映
像
化
」（
具
体
的
に
は
絵
コ
ン
テ
と
の
比
較
）
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
。

言
語
表
現
で
書
か
れ
た
小
説
を
読
む
と
き
、
頭
の
中
で
視
覚
化
し
な
が
ら
読
む

こ
と
は
誰
し
も
経
験
の
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
的
な

俳
優
に
置
き
換
え
な
が
ら
読
む
こ
と
も
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
小
説
が
映

画
化
さ
れ
た
と
き
に
、「
原
作
と
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
」
と
い
う
よ
う
な
感
想
が

出
て
く
る
。
読
む
と
い
う
行
為
は
、
頭
の
中
で
自
分
な
り
に
作
品
を
語
り
直
す

行
為
で
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
完
成
さ
れ
た
映
像
作
品
の
よ
う
に
明
確
に
全
て

を
頭
の
中
で
映
像
化
し
て
い
る
人
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
言
語
で
示
さ
れ
た
意
味
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学
習
活
動
①
で
は
、『
羅
生
門
』、『
銀
河
鉄
道
の
夜
』、『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
と

ア
ズ
カ
バ
ン
の
囚
人
』
な
ど
を
材
料
に
、
小
説
と
映
像
作
品
の
違
い
に
つ
い
て

考
え
、
そ
の
う
え
で
、
記
憶
の
中
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
丁
寧
に
掘
り
起
こ
し
、

小
学
生
時
の
印
象
を
鮮
明
に
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
実
際
に
『
ご
ん
ぎ
つ

ね
』
本
文
を
再
読
し
た
際
に
、
印
象
の
違
い
が
明
確
に
な
り
、
ま
た
、
現
時
点

の
自
分
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
に
対
す
る
解
釈
も
鮮
明
に
な
る
。
②
で
は
さ
ら
に
、

そ
う
し
て
鮮
明
に
な
り
つ
つ
あ
る
解
釈
を
、
絵
コ
ン
テ
と
の
比
較
に
よ
っ
て
さ

ら
に
明
確
に
し
て
い
く
。
③
で
は
、
①
②
を
ふ
ま
え
て
、
い
ち
ば
ん
気
に
入
っ

た
絵
コ
ン
テ
を
選
び
そ
の
理
由
を
述
べ
る
と
い
う
形
で
批
評
を
行
う
。
比
較
さ

れ
る
の
は
、記
憶
の
中
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』、『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
本
文
、今
の
自
分

の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
解
釈
、
絵
コ
ン
テ
と
い
う
幾
重
に
も
質
の
異
な
る
『
ご

ん
ぎ
つ
ね
』
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
絵
コ
ン
テ
は
四
種
類
提
示
さ
れ
て
お
り
、
多

様
な
解
釈
の
中
の
一
つ
を
選
び
取
っ
て
い
く
中
で
、「
絵
コ
ン
テ
」
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
の
読
解
に
必
要
な
語
彙
を
獲
得
し
、
批
評
と
し
て
の
言
葉
を
支
え
る
こ

と
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
重
要
な
の
は
、「
絵
コ
ン
テ
」
の
読
解
で
あ
る
。

（
二
）
学
習
活
動
の
流
れ

１　

作
品
を
読
む
こ
と
と
「
語
り
直
す
」
こ
と
と
を
、『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
に
つ
い
て

の
記
憶
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
。（
①
「
記
憶
の
中
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』」）

２　
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
四
つ
の
絵
コ
ン
テ
か
ら
、映
像
や
作
り
手
の
捉
え
方
に
つ

い
て
考
え
る
。（
②
「
絵
コ
ン
テ
を
読
む
」）

３　

絵
コ
ン
テ
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
ミ
ニ
批
評
文
を
書
く
。（
③「
比
較
か
ら

解
釈
を
導
く
」）

様
な
方
法
で
選
ん
だ
本
や
文
章
な
ど
か
ら
適
切
な
情
報
を
得
て
、
自
分
の
考
え

を
ま
と
め
る
こ
と
。」、
言
語
活
動
例
と
し
て
「
ウ　

新
聞
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、

学
校
図
書
館
等
の
施
設
な
ど
を
活
用
し
て
得
た
情
報
を
比
較
す
る
こ
と
。」に
対

応
さ
せ
て
い
る
。『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
映
像
化
（「
メ
デ
ィ
ア
の
解
釈
」）
の
観
点

を
も
ち
こ
む
こ
と
で
、「
多
様
な
方
法
」
の
幅
を
広
げ
、「
情
報
の
比
較
」
を
日

常
的
な
解
釈
行
為
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
映
像
化
と
は
い
っ
て
も
、
実
際
に
映
像
作
品
と
比
較
し
た
り
、
映
像
を
制

作
し
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
本
文
と
、「
絵
コ
ン
テ
」
と

い
う
情
報
を
比
較
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
現
段
階
で
は
、
実
際
に
言
語
表
現

を
映
像
表
現
に
変
換
す
る
能
力
が
評
価
対
象
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
高
等

学
校
現
代
文
Ｂ
の
言
語
活
動
例
の
「
ウ　

伝
え
た
い
情
報
を
表
現
す
る
た
め
の

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
文
字
、
音
声
、
画
像
な
ど
の
特
色
を
と
ら
え
て
、
目
的
に

応
じ
た
表
現
の
仕
方
を
考
え
た
り
創
作
的
な
活
動
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
。」を

見
通
し
た
学
習
活
動
で
あ
る
こ
と
は
ふ
ま
え
て
お
き
た
い
。

四

　『物
語
を
読
み
解
く
―
メ
デ
ィ
ア
の
解
釈
』

　

本
教
材
は
、
①
「
記
憶
の
中
の
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』」、
②
「
絵
コ
ン
テ
を
読
む
」、

③
「
比
較
か
ら
解
釈
を
導
く
」
の
三
つ
の
学
習
活
動
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
一
）
教
材
目
標

◆
言
語
表
現
と
映
像
表
現
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
る
。

◇
視
聴
者
や
監
督
の
立
場
で
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
映
像
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

一
貫
し
て
い
る
の
は『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』の
読
解
を
軸
と
し
た
言
語
活
動
で
あ
る
。
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本
教
材
を
全
て
通
し
て
行
お
う
と
す
る
場
合
の
設
定
は
、
三
つ
の
段
階
を
経

る
こ
と
に
な
る
。
順
当
に
い
け
ば
三
時
間
設
定
と
な
る
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、

『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
に
対
す
る
多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
多
角
的
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
解
釈
が
絶
え
ず
揺
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
出
発
点

と
な
る
「
記
憶
の
中
の『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』」
を
し
っ
か
り
固
め
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
評
価
規
準
例
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、「
読
む
こ
と
」
に

お
け
る
「
考
え
を
ま
と
め
る
」、「
考
え
る
」
と
い
う
思
考
活
動
が
評
価
対
象
と

な
る
。

（
三
）
評
価
規
準
例　
＊
［　
　

］
内
は
学
習
指
導
要
領
と
の
対
応

・
読
ん
だ
文
章
か
ら
適
切
な
情
報
を
得
て
、
言
語
表
現
と
映
像
表
現
の
違
い
に
つ

い
て
の
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
る
。［
Ｃ
⑴
オ
］

・
言
語
表
現
と
映
像
表
現
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
比
較
し
な
が
ら
、
作
品
の
映
像

化
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。［
Ｃ
⑵
ウ
］

　

な
お
、
本
誌
で
は
「
絵
コ
ン
テ
を
読
む
」
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
く
。

五

　「絵
コ
ン
テ
を
読
む
」

（
一
）「
絵
コ
ン
テ
を
読
む
」
の
目
的

　

絵
コ
ン
テ
と
は
、
映
像
作
家
た
ち
が
、
他
者
に
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に

伝
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
、
映
像
作
品
の
設
計
図
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

台
本
と
大
き
く
違
う
の
は
、
画
面
の
内
容
が
絵
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
、
そ
の
絵
は
下
絵
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

な
る
。
宮
崎
駿
監
督
の
絵
コ
ン
テ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？　

そ
こ
に

は
す
で
に
完
成
作
品
で
見
せ
ら
れ
る
絵
が
鉛
筆
の
線
で
し
っ
か
り
描
か
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

絵
コ
ン
テ
を
読
む
作
業
と
は
、
そ
う
し
た
作
り
手
の
明
確
な
意
図
を
読
み
取

る
作
業
で
あ
る
。
提
示
さ
れ
て
い
る
四
種
の
絵
コ
ン
テ
は
画
面
だ
け
が
提
示

さ
れ
て
お
り
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
せ
り
ふ
、
音
楽
な
ど
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

タ
イ
ト
ル
に
至
る
四
つ
の
カ
ッ
ト
が
語
り
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
、
見
る
も
の

の
姿
勢
を
準
備
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
詩
の
ポ
ス
タ
ー
同
様
、
こ
こ
で
も
学
習
者

に
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
選
択
意
識
で
あ
り
、
そ
の
選
択
意
識
を
他
者
に
説
明

す
る
言
葉
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
絵
コ
ン
テ
と
い
う
表
現
形
態

　

一
般
的
な
絵
コ
ン
テ
は
、
次
に
示
す
よ
う
な
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
内
容
の

と
こ
ろ
に
は
、
せ
り
ふ
や
音
楽
、
カ
メ
ラ
や
特
殊
効
果
の
指
示
が
入
る
。
い
ち

ば
ん
重
要
な
の
は
画
面
に
描
か
れ
る
絵
で
あ
る
。
一
つ
の
四
角
に
一
つ
の
カ
ッ

ト
が
描
か
れ
る
。
図
の
絵
コ
ン
テ
で
あ
れ
ば
五
カ
ッ
ト
の
シ
ー
ン
が
描
か
れ
る

こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
カ
ッ
ト
は
、
言
語
情
報
で
い
え
ば
、「
文
」
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
五
つ
の

カ
ッ
ト
で
一
つ
の
段
落
と
で
も

い
う
べ
き
ま
と
ま
り
（
場
面
）

を
も
つ
。

画 面　　　内 容　　　秒
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る
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、「
む
か
し
、
む
か
し
、
あ
る
と
こ

ろ
に
、
兵
十
と
い
う
男
と
そ
の
お
っ
か
あ
が
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
二

人
は
…
…
仲
よ
く
暮
ら
し
て
お
り
ま
し
た
。」
と
い
う
語
り
に
な
る
。
視
聴
者

は
兵
十
の
目
線
で
物
語
を
見
る
こ
と
に
な
り
、「
ご
ん
」
は
、
そ
の
平
穏
を
打
ち

破
る
存
在
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

　

絵
コ
ン
テ
④
は
、
物
語
を
悲
劇
と
し
て
見
て
も
ら
う
た
め
の
冒
頭
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
平
穏
で
平
和
な
場
面
が
描
か
れ
て
も
、
悲
劇
の
伏
線
と
し
て
視
聴

者
は
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
小
学
生
時
に
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
読
み
、
一
人

の
読
者
と
し
て
最
も
納
得
が
い
か
な
か
っ
た
の
は
、「
ご
ん
」
が
亡
く
な
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
物
語
だ
と
い
う
も
の
だ
と
理
解
し
た
今
で
も
、
そ
の
時

抱
い
た
印
象
は
捨
て
が
た
い
。「
ご
ん
」
が
死
な
な
い
結
末
に
た
ど
り
着
く
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
絵
コ
ン
テ
④
は
強
く
指
し
示
す
と
も
い
え
よ

う
。
無
論
、
銃
口
の
み
で
、「
ご
ん
」
の
姿
は
描
か
れ
な
い
。
悲
劇
と
見
せ
か
け

て
ど
ん
で
ん
返
し
と
い
う
方
法
も
多
く
見
ら
れ
る
手
段
で
は
あ
る
。
そ
う
い
う

意
味
で
最
も
見
る
も
の
の
ド
キ
ド
キ
ハ
ラ
ハ
ラ
感
を
誘
う
作
り
で
あ
る
。

（
四
）
学
習
展
開

　

年
間
指
導
計
画
と
し
て
は
一
時
間
の
設
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
二
時
間
の

設
定
で
提
示
す
る
。
四
つ
の
絵
コ
ン
テ
を
分
析
す
る
活
動
を
行
う
。

学
習
展
開
例
（
１
、２
に
つ
い
て
は
入
れ
替
え
も
可
能
）

1
．
作
り
手
が
作
品
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
考
え
る
。（
一
時
間
）

　

①
原
作
と
の
共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い
て
表
に
整
理
す
る
。

②
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
コ
ン
テ
に
つ
い
て
、
な
ぜ
こ
の
場
面
か
ら
始
ま
る
の
か
を
考

（
三
）
絵
コ
ン
テ
を
読
む

　

四
つ
の
絵
コ
ン
テ
は
、
教
科
書
紙
面
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
①
茂
平
が
『
私
』
に
語
る
場
面
」
は
、原
作
の
も
つ
語
り
の
枠
組
み
を
大
前
提

と
し
て
い
ま
す
。
書
き
だ
し
と
比
べ
て
も
、
原
文
に
い
ち
ば
ん
忠
実
だ
と
い
え
ま

す
。

　
「
②
ご
ん
の
紹
介
」
は
、主
人
公
の
日
常
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
尻
尾
な
ど
体
の
一

部
か
ら
全
体
像
を
少
し
ず
つ
見
せ
て
い
く
、
謎
解
き
ふ
う
の
語
り
で
す
。

　
「
③
兵
十
と
お
っ
か
あ
の
紹
介
」
は
、い
つ
ど
こ
で
何
を
す
る
人
物
な
の
か
を
丁

寧
に
示
す
、
解
説
ふ
う
の
語
り
で
す
。

　
「
④
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
音
声
」
は
、
物
語
の
結
末
を
暗
示
し
、
誰
が
ど
の
よ
う
に

そ
こ
に
至
る
の
か
を
語
り
起
こ
し
ま
す
。
結
末
を
強
調
す
る
こ
と
で
原
作
の
世
界

を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
す
。

　

絵
コ
ン
テ
①
は
、
村
の
風
景
と
い
う
大
状
況
、
座
る
茂
平
の
姿
を
ミ
ド
ル

シ
ョ
ッ
ト
で
捉
え
る
中
状
況
、
語
る
茂
平
の
口
元
の
ア
ッ
プ
と
い
う
小
状
況
と

い
う
よ
う
に
、「
時
空
間
設
定
→
人
物
設
定
」
と
、
順
に
状
況
説
明
を
行
う
最
も

典
型
的
な
説
明
形
式
の
カ
ッ
ト
構
成
で
あ
る
。
茂
平
の
顔
を
完
全
に
映
し
出
さ

な
い
こ
と
で
、
個
性
の
な
い
語
り
手
と
し
て
の
役
割
を
与
え
よ
う
と
の
意
図
も

よ
く
わ
か
る
画
面
レ
イ
ア
ウ
ト
と
な
っ
て
い
る
。

　

絵
コ
ン
テ
②
は
、
尻
尾
と
い
う
小
状
況
か
ら
の
始
ま
り
で
あ
る
。
主
人
公
が

き
つ
ね
で
あ
る
こ
と
を
徐
々
に
示
す
こ
と
で
、「
こ
れ
か
ら
こ
の
主
人
公
が
何

を
す
る
の
か
？
」
が
見
る
も
の
の
動
機
と
な
る
作
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

絵
コ
ン
テ
③
は
、
兵
十
と
お
っ
か
あ
が
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
く
作
り
で
あ
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え
る
。

③
絵
コ
ン
テ
か
ら
読
み
取
れ
る
作
品
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
る
。

２
．
映
像
に
つ
い
て
考
え
る
。（
一
時
間
）

①
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
コ
ン
テ
に
つ
い
て
（
グ
ル
ー
プ
で
担
当
を
決
め
て
も
よ

い
）、
視
覚
的
に
ど
の
よ
う
な
表
現
の
特
徴
や
効
果
が
あ
る
か
を
話
し
合 

う
。

②
ど
の
よ
う
な
人
が
視
聴
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
を
話
し
合
う
。

③
①
、
②
の
話
し
合
い
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
コ
ン
テ
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
Ｂ
Ｇ
Ｍ
、
効
果
音
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
せ
り
ふ
が
考
え
ら
れ
る
か
、

絵
コ
ン
テ
シ
ー
ト
を
完
成
さ
せ
る
。

④
タ
イ
ト
ル
の
あ
と
の
数
カ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
展
開
を
考
え
て
み
る
。

六

　お
わ
り
に

　
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
メ
デ
ィ
ア
学
習
の
観
点
か
ら
読
み
解
く
方
法
に
つ
い
て

提
示
し
た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
「
読
む
」
と
い
う
行
為
は
、
当
然
な
が
ら
見
え

に
く
い
思
考
活
動
で
あ
る
。
異
な
っ
た
メ
デ
ィ
ア
で
表
現
さ
れ
た
『
ご
ん
ぎ
つ

ね
』
の
比
較
は
、
そ
の
見
え
に
く
い
思
考
活
動
を
言
語
化
し
て
い
く
た
め
の
工 

夫
で
あ
り
、
現
代
の
学
習
者
の
読
み
の
過
程
を
顕
在
化
す
る
作
業
で
も
あ
る
。

映
像
は
想
像
力
を
そ
こ
な
わ
せ
る
と
の
意
見
が
あ
る
が
、
頭
の
中
に
描
く
図
像

を
明
確
化
す
る
作
業
は
、
想
像
力
に
培
う
言
語
活
動
と
も
な
る
。
発
展
段
階
と

し
て
は
、
実
際
の
映
像
作
品
と
の
比
較
も
行
っ
て
み
た
い
。

絵コンテを読む

104105

物語を読み解く

　あ
ら
た
め
て
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
読
ん
で
み
て
、
ど
の
よ
う
な
印
象

を
受
け
た
で
し
ょ
う
か
。
記
憶
と
違
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
印
を
つ
け
た

り
、
よ
く
覚
え
て
い
た
語
句
や
表
現
に
線
を
引
い
た
り
し
て
み
ま
し
ょ

う
。　次

の
①
〜
④
は
、『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
に
す

る
に
あ
た
っ
て
描
か
れ
た
、
冒
頭
部
分
の
映
像
案
で
す
。
絵
コ
ン
テ
と

し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
絵
コ
ン
テ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
映
像
を
つ
な

い
で
い
く
か
を
表
の
よ
う
に
示
し
た
、
映
像
の
構
成
表
で
す
。

　①
茂
平
が
「
私
」
に
語
る
場
面
（
原
作
ど
お
り
に
始
ま
る
）

　②
ご
ん
の
紹

し
ょ
う

介か
い

（
人
物
を
紹
介
す
る

　１
）

　③
兵
十
と
お
っ
か
あ
の
紹
介
（
人
物
を
紹
介
す
る

　２
）

　④
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
音
声
（
結
末
か
ら
始
ま
る
）

・・・・５・・・・１０・・

読

解

の

ヒ

ン

ト

　映
像
に
は
、
タ
イ
ト
ル
カ
ッ
ト
（
題
名
表
示
画
面
）
か
ら
始
ま
る

も
の
と
、
タ
イ
ト
ル
カ
ッ
ト
の
前
に
短
い
映
像
を
流
す
も
の
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
カ
ッ
ト
ま
で
の
映
像
を
、
タ
イ
ト
ル
シ
ー

ク
エ
ン
ス
と
呼
び
ま
す
。

　タ
イ
ト
ル
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
視し

聴ち
ょ
う

者
に
「
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う

な
物
語
が
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
想
像
力
を
喚か
ん

起き

す
る

効
果
が
あ
り
ま
す
。
映
像
を
見
な
が
ら
、
見
る
人
の
頭
の
中
に
次
々

と
物
語
が
動
き
出
す
の
で
す
。
さ
ら
に
題
名
が
加
わ
っ
て
、
ま
た
ぐ

ん
と
物
語
の
世
界
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
視

覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
Ｂ
Ｇ
Ｍ
な
ど
の
音
声
と
言
葉
が
組
み
合
わ
さ
っ

て
、
映
像
の
語
り
が
で
き
て
い
く
の
で
す
。

タ
イ
ト
ル
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
は
？ごんぎつねごんぎつねごんぎつね ごんぎつね

①
原作どおりに始まる

②
人物を紹介する　1

④
結末から始まる

③
人物を紹介する　2

「絵コンテを読む」（第２学年P104−105）
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■指導展開の例　50分授業（１／２時間め）

学習活動 ＤＶＤ−ＲＯＭの活用場面 視聴
時間

１ 目標理解 
 
 
 
 

２ 試書 
 
 
３ 基準確認　　 
 
  
 
 
 

４ 練習① 
 
 
 
５ 練習② 
 
 
６ まとめ・評価 
 
 

 
７ あと片づけ 

８ 硬筆への発展

◦目標を把握する。
　「変化と連続に気をつけて行書

で書くことができる」
◦電子黒板（①）教材文字『栄

光』を提示する。

◦楷書との違いを意識して教材
文字を見て書くようにする。

◦電子黒板（②）教材文字の動画
を２回視聴する。点画の変化と
連続を焦点化して見るように
する。

◦電子黒板（③）「木」の部分の
点画がどのようになっている
か注視する。

◦動画で「光」の４画めから５画
めの連続する運筆を注視する。

◦電子黒板（動画④）生徒の実態
に合わせて自由に動画が見ら
れるようにする。

◦生徒が自分の課題に合わせて
練習する。

◦基準に合わせて書いたか評価
し合う。生徒相互に話し合い，
生徒が課題について話し合う
ようにする。

◦筆の始末の仕方を再確認する。
　電子黒板（動画⑤）
◦教材文字『栄光』を硬筆で１分

間連続で書くようにする。

３分 
 
 
 
 
 
 

３分 
 
 
 
 
 
 

３分 
 
 
 

 10分

５分 
 

電子黒板（①）

電子黒板（②）

電子黒板（③）

電子黒板（④）

電子黒板（⑤）
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　これからの書写指導は，単に教材文字を書けるようになるということではなく，生活に生きる書写
力の向上がなくてはなりません。そして，特に国語科で求められている「話し合う力」の育成が書写
の授業でもいっそう求められることになります。ここでは，毛筆教材『栄光』を使用して行書入門期
の指導を行う「行書の書き方」を習得するためにＤＶＤ−ＲＯＭを効果的に活用し，指導をわかりや
すく，確実な定着を図っていく指導方法の例を紹介します。
■電子黒板としての機能
  平成24年度版「中学書写教師用指導書」付属ＤＶＤ−ＲＯＭ（以下ＤＶＤ）教材には，行書教材の
ための「入門期指導の映像」「運筆動画」「練習用紙」などが収録してあり，筆脈の連続を確認したり，
どのような特徴のある行書かを理解するのに必要な箇所を，電子黒板を活用したりして定着を図るこ
とができます。そのためにも，ＤＶＤの動画を全体で共有することで，授業が展開しやすくなります。
■行書指導におけるＤＶＤ活用のポイント  
　ＤＶＤの動画を活用することのメリットとして以下のことが考えられます。

①行書の一点一画の運筆が明確に理解できる。
②全体指導，個別指導，課題別指導に生かすことができる。
③自己の課題に合わせて，動画を分析的に視聴することができる。
④繰り返して視聴ができ，必要な箇所を必要なときに活用できる。
⑤自己の学びを振り返り，成果と課題を明確にすることができる。

◦教材『栄光』ＤＶＤの動画の活用
　教材『栄光』の楷書と行書を対比してどのような違いがあるか生徒に気づかせ，動画を見る場面
を焦点化することができます。したがって，点画の変化と連続の学びをどのようにして理解を図る
かで，目標達成のための学習方法も明確になります。
　また，一単位時間の中での動画を展開の中でどのように生かすかで，活用方法が違ってきます。
全体指導の中での共有化，個別指導の中での活用，課題別学習の中での活用といったように，授業
形態を大きく変えることにより学びの保障をすることもできます。そして，動画を授業のなかで日
常的に活用することで各校に設置されつつある電子黒板を教室の黒板と一体的に使用して活用を
図ることになります。
　情報機器の活用の一環として，生徒がコンピュータを活用する場と同じ視点に立って指導する必
要があります。動画の活用が練習時間の減少を生み出したり，書写力向上につながらないのでは活
用の意味がありません。日常生活に生きて働く書写の授業に転換できるものとして位置づける必要
があります。
　そのためには，生徒に動画の活用の手立てを示し，主体的に活動できる学習形態を工夫しなけれ
ばなりません。情報機器を日常化につなげていく書写の授業にしていきましょう。

■練習用紙の活用
　行書指導の際には，教材文字『栄光』の練習効果を考えた用紙を活用することが求められます。「栄」
の「木」の部分をどのように書くか，「光」の部分の４画めから５画めの連続の運筆をどのように書く
かをポイントとして練習します。第１学年の行書入門期ということを意識して，生徒全員に学ばせる
ようにする必要があります。

　教師用指導書付属ＤＶＤ−ＲＯＭを活用した指導方法
        ――第１学年での行書教材『栄光』指導での活用アイディア

小金井市立小金井第一小学校校長　釼
けん

持
もち

　勉
つとむ
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国
語
科
で
は
、『
国
語
を
適
切
に
表
現
し
、
正
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成

し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
を
養
い
言
語
感
覚

を
豊
か
に
し
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て

る
。』
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
国
語
科
書
写
に
お
い
て
重
点
化

す
れ
ば
「
文
字
感
覚
を
豊
か
に
し
て
」
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　一

　国
語
科
の
評
価

　

国
語
科
に
お
け
る
観
点
別
評
価
に
は
「
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
」「
話

す
・
聞
く
能
力
」「
書
く
能
力
」「
読
む
能
力
」「
言
語
に
つ
い
て
の
知
識
・
理

解
・
技
能
」
の
五
つ
の
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
書
写
に
つ
い
て
は
、「
言
語

に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解
・
技
能
」
の
項
目
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。

【
国
語
科
の
評
価
の
観
点
及
び
そ
の
趣
旨
】

中
学
校
国
語
科
書
写
観
点
別
評
価
の

あ
り
方
に
つ
い
て
小
金
井
第
一
小
学
校
校
長　

釼け
ん

持も
ち　

勉つ
と
む　

　国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度

　話
す
・
聞
く
能
力

　書
く
能
力

　読
む
能
力

　言
語
に
つ
い
て
の

　知
識
・
理
解
・
技
能

　

国
語
科
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の
内
容
の
示
し
方
や
こ
れ
ま
で
の
実
践
を
踏

ま
え
、「
話
す
・
聞
く
能
力
」「
書
く
能
力
」「
読
む
能
力
」
を
学
習
指
導
要
領

の
内
容
の
ま
と
ま
り
に
合
わ
せ
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
と
「
思
考
・

判
断
・
表
現
」と
を
合
わ
せ
て
評
価
す
る
観
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
五
観
点
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

  

こ
の
「
思
考
・
判
断
・
表
現
」
の
う
ち
「
表
現
」
に
つ
い
て
は
、
国
立
教
育

政
策
研
究
所
で
示
さ
れ
た
「『
評
価
規
準
の
作
成
、
評
価
方
法
等
の
工
夫
改
善

の
た
め
の
参
考
資
料
』
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、こ
れ
ま
で
の
「
技

能
・
表
現
」
で
評
価
さ
れ
て
い
た
「
表
現
」
で
は
な
く
、
思
考
・
判
断
し
た
過

程
や
結
果
を
言
語
活
動
な
ど
を
通
じ
て
児
童
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
表
出
し
て
い

る
か
を
内
容
と
し
て
い
る
。
国
語
科
の
場
合
、
今
回
新
た
に
「
評
価
規
準
の
設

定
例
」
と
し
て
言
語
活
動
ご
と
に
「
設
定
例
」
を
ま
と
め
て
示
し
て
い
る
の

で
、「
思
考
・
判
断
・
表
現
」
の
評
価
は
、
各
領
域
の
言
語
活
動
例
の
中
で
行

う
と
い
う
考
え
方
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、「
書
く
こ
と
」
に
お
け
る
「
評
価
規

準
の
設
定
例
」
が
書
写
学
習
に
関
わ
る
指
導
事
項
に
つ
い
て
多
く
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。                                

  

書
写
に
お
い
て
は
、「
書
く
技
能
そ
の
も
の
」
が
評
価
の
対
象
と
な
る
と
い

う
性
格
上
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
「
言
語
に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解
・
技
能
」

に
軸
足
を
お
い
て
、
こ
こ
で
い
う
「
表
現
」
に
あ
た
る
内
容
も
含
め
て
評
価
し

て
い
く
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
思

考
力
・
判
断
力
」
を
駆
使
し
た
「
表
現
」
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、従
来
の「
正
し
く
整
え
て
書
く
技
能
」に
と
ど
ま
ら
ず
、

新
し
い
学
力
観
に
基
づ
く
「
表
現
」
を
十
分
含
め
た
「
技
能
」
評
価
を
行
う
こ

国
語
で
伝
え
合
う
力
を
進
ん
で
高
め
る

と
と
も
に
、
国
語
に
対
す
る
認
識
を
深

め
、
国
語
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
。

目
的
や
場
面
に
応
じ
、
適
切
に
話
し
た

り
聞
い
た
り
話
し
合
っ
た
り
し
て
、
自

分
の
考
え
を
豊
か
に
し
て
い
る
。

相
手
や
目
的
、
意
図
に
応
じ
、
筋
道
を

立
て
て
文
章
を
書
い
て
、
自
分
の
考
え

を
豊
か
に
し
て
い
る
。

目
的
や
意
図
に
応
じ
、
様
々
な
文
章
を

読
ん
だ
り
読
書
に
親
し
ん
だ
り
し
て
、

自
分
の
考
え
を
豊
か
に
し
て
い
る
。

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
ん
だ
り
、
言

葉
の
特
徴
や
き
ま
り
、
漢
字
な
ど
に
つ
い

て
理
解
し
使
っ
た
り
す
る
と
と
も
に
、
文

字
を
正
し
く
整
え
て
速
く
書
い
て
い
る
。

書写
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　国
語
へ
の
関
心
・

　意
欲
・
態
度

　書
く
能
力

　言
語
に
つ
い
て
の
知

　識
・
理
解
・
技
能

と
が
求
め
ら
れ
る
。

  
今
回
、「
話
す
・
聞
く
」「
書
く
」「
読
む
」
の
三
つ
の
領
域
と
「
伝
統
的
な

言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
と
の
密
接
な
関
連
を
図
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、書
写
学
習
を
国
語
科
の
各
領
域
、特
に
「
書

く
」
領
域
の
言
語
活
動
と
硬
筆
学
習
と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
指
導
・
評
価
を

行
っ
て
い
く
よ
う
計
画
を
立
て
て
い
き
た
い
。

【「
書
く
こ
と
」
の
評
価
規
準
を
盛
り
込
む
べ
き
事
項　

第
１
学
年
の
例
】

（
イ　

図
表
を
用
い
た
説
明
の
文
章
を
書
く
言
語
活
動
を
と
お
し
た
指
導
）

　二

　評
価
方
法
の
改
善
・
工
夫
に
つ
い
て

  

国
語
科
書
写
に
お
け
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
毛
筆
で
仕
上
げ
た
も
の
を
い
わ

ゆ
る
「
作
品
」
と
し
て
扱
い
、
硬
筆
書
写
へ
の
つ
な
が
り
と
な
っ
て
い
な
い
実

態
も
あ
る
。
清
書
主
義
、
作
品
主
義
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
書
き

上
げ
た
「
結
果
」
に
対
し
て
の
評
価
を
す
る
こ
と
が
日
常
的
に
実
践
さ
れ
て
い

た
り
、
生
徒
一
人
一
人
の
書
写
の
「
学
習
過
程
」
に
対
し
て
、
的
確
な
評
価
が

行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
状
況
も
見
ら
れ
る
。「
結
果
」の
評
価
か
ら「
過

程
」
の
評
価
が
尊
重
さ
れ
る
書
写
の
評
価
の
あ
り
方
の
転
換
が
急
務
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
評
価
観
を
改
め
て
改
善
し
た
い
。

　

①
受
身
的
評
価
か
ら
主
体
的
評
価
へ

　

生
徒
が
教
師
に
や
ら
さ
れ
て
い
る
授
業
か
ら
生
徒
の
主
体
を
尊
重
し
て

学
ん
で
い
る
姿
を
評
価
し
、
学
習
活
動
が
生
き
る
評
価
に
す
る
。

　

②
否
定
的
評
価
か
ら
肯
定
的
評
価
へ

　

書
い
た
も
の
や
仕
上
げ
た
も
の
に
対
し
て
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ

さ
や
努
力
し
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。

　

③
平
均
的
評
価
か
ら
個
別
尊
重
の
評
価
へ

　
「
だ
い
た
い
わ
か
る
」「
だ
い
た
い
で
き
る
」
と
い
う
評
価
で
は
な
く
、

生
徒
一
人
一
人
が
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。

　

④
結
果
の
評
価
か
ら
過
程
の
評
価
へ

　

で
き
ば
え
だ
け
を
評
価
の
対
象
に
す
る
の
で
は
な
く
、
取
り
組
ん
で
き

た
過
程
を
重
視
し
て
そ
の
場
で
の
評
価
に
生
か
す
よ
う
に
す
る
。

　

⑤
一
時
的
評
価
か
ら
継
続
的
評
価
へ

　

単
元
全
体
に
か
か
わ
る
連
続
的
な
評
価
を
重
視
し
て
取
り
組
む
よ
う
に

・
図
表
を
用
い
た
説
明

の
効
果
な
ど
を
考
え
、

分
か
り
や
す
い
文
章
を

書
こ
う
と
し
て
い
る
。

・
日
常
生
活
の
経
験
等

の
中
か
ら
、
図
表
を
用

い
て
説
明
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
事
柄
を
見
付

け
、
そ
の
内
容
を
簡
単

に
ま
と
め
て
い
る
。（
ア
）

・
図
表
を
示
し
て
説
明

す
る
部
分
を
意
識
し
な

が
ら
、
段
落
を
組
み
立

て
て
い
る
。（
イ
）

                         
  〈

　略

　〉

・
図
表
を
説
明
す
る
と

き
に
指
示
語
や
接
続
詞

を
工
夫
し
て
使
っ
て
い

る
。（
イ
エ
）

・
学
年
別
漢
字
配
当
表

に
示
さ
れ
て
い
る
漢
字

を
適
切
に
使
っ
て
文
章

を
書
い
て
い
る
。

 （
ウ
イ
） 

【
書
写
】

・
メ
モ
を
と
る
際
に
、

漢
字
の
行
書
の
基
礎
的

な
書
き
方
を
生
か
し
て

い
る
。
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す
る
。

　

⑥
遅
延
的
評
価
か
ら
即
時
的
評
価
へ

　

生
徒
に
対
し
て
そ
の
場
で
の
適
切
な
評
価
を
迅
速
に
す
る
よ
う
に
し
て

時
間
的
経
過
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
。

　

⑦
部
分
的
評
価
か
ら
包
括
的
評
価
へ

　

あ
る
部
分
だ
け
に
偏
っ
た
評
価
で
は
な
く
、
全
体
に
見
定
め
て
ね
ら
い

の
達
成
に
向
け
て
近
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
評
価
を
す
る
。

　

⑧
量
の
評
価
か
ら
質
の
評
価
へ

　

た
く
さ
ん
書
け
ば
よ
い
、
練
習
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
内

容
を
考
え
質
を
意
識
し
た
評
価
に
つ
な
げ
て
い
く
よ
う
に
す
る
。

　

⑨
教
師
の
評
価
か
ら
自
己
評
価
、
相
互
評
価
へ

　

教
師
に
よ
る
評
価
重
視
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
の
評
価
、
相
互
評
価

に
よ
っ
て
交
流
を
し
た
り
し
て
よ
さ
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
以
上
に
教
師
の
積
極
的
な
か
か
わ
り
や
、
生
徒
の
立
場
を
尊
重
し
、

一
人
一
人
を
認
め
励
ま
す
機
会
を
多
く
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。
こ
う
し

た
評
価
観
に
裏
づ
け
ら
れ
た
授
業
が
あ
る
こ
と
で
意
欲
や
文
字
感
覚
の
高
ま
り

が
期
待
で
き
、
最
終
的
に
は
「
生
き
る
力
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
認
識

し
て
実
践
に
あ
た
り
た
い
。

三

　評
価
規
準
の
具
体
化

   

⑴
学
年
に
応
じ
た
規
準
の
設
定

   

⑵
単
元
に
お
け
る
規
準
の
設
定 

　

教
育
出
版
で
は
、
中
学
校
国
語
科
書
写
の
評
価
規
準
を
四
観
点
「
書
写
の
関

心
・
意
欲
・
態
度
」「
思
考
・
判
断
」「
技
能
」「
知
識
・
理
解
」
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
「
思
考
・
判
断
」
の
箇
所
は
、
思
考
・
判
断
し
た
結

果
が
表
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
技
能
」
は
、
こ
れ

ま
で
の「
技
能
・
表
現
」の「
表
現
」を
含
ん
だ
部
分
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

【
教
育
出
版
中
学
校
国
語
科
書
写
の
評
価
の
観
点
】

点
画
の
連
続
と
変
化
『
栄
光
』

　

⑶
教
材
の
学
習
計
画
に
合
わ
せ
た
評
価
計
画
の
設
定

　

⑷
学
習
指
導
案
に
合
わ
せ
た
評
価
活
動

  

特
に
、
各
教
材
を
と
お
し
て
生
徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
こ
と
は
何
か
、
生

徒
の
書
写
実
態
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、

評
価
規
準
を
設
定
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
評
価
計
画
を
立
て
て
い
く
こ
と
に
意

味
が
あ
る
。

　書
写
の
関
心
・
意
欲
・
態
度

　思
考
・
判
断

　技

　能

　知
識
・
理
解

点
や
横
画
か
ら
の
連
続
の
筆
使
い
に
つ

い
て
、
課
題
意
識
を
も
っ
て
取
り
組
ん

で
い
る
。

点
や
横
画
か
ら
の
連
続
の
筆
使
い
を
確

か
め
、
自
己
の
課
題
を
考
え
て
い
る
。

点
や
横
画
か
ら
の
連
続
の
筆
使
い
に
気

を
つ
け
て
書
い
て
い
る
。

点
や
横
画
か
ら
の
連
続
の
筆
使
い
を
理

解
し
て
い
る
。
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福
岡
伸
一
先
生
の
直
筆
サ
イ
ン
入
り
の
著
書
、『
動
的
平
衡
２
』か『
フ
ェ
ル

メ
ー
ル　

光
の
王
国
』
の
い
ず
れ
か
を
、
抽
選
で
四
名
の
か
た
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

い
た
し
ま
す
。

　

官
製
は
が
き
に
、
お
名
前
、
ご
住
所
を
明
記
の
う
え
、
左
の
住
所
宛
お
送
り

く
だ
さ
い
。（
締
切
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
末
日
消
印
有
効
。）

　

発
表
は
発
送
を
も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
お
寄
せ
い
た

だ
き
ま
し
た
個
人
情
報
は
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
発
送
に
の
み
使
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
　

〒
一
〇
一-

〇
〇
五
一　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二-

一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
育
出
版
株
式
会
社　

国
語
編
集
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
道
標
」
二
〇
一
二
年
春
号
プ
レ
ゼ
ン
ト
係

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
お
知
ら
せ

　

平
成
24
年
度
用
の
教
科
書
に
、
左
記
の
よ
う
な
訂
正
箇
所
が
ご
ざ
い
ま
す
。

誠
に
恐
縮
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
留
意
の
う
え
、
ご
指
導
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　編
集
部
か
ら
の
お
知
ら
せ
と
お
願
い

　
　平
成
24
年
度
用
『
伝
え
合
う
言
葉

　中
学
国
語
』
に
つ
い
て

学
年
・
巻
ペ
ー
ジ
行
・
箇
所

原
文

訂
正
文

二　

年

67

図

義よ
し

賢た
か

義よ
し

賢か
た

〃

224

表

ど
の
か
た
・
ど
な
た
・
ど
れ

ど
の
か
た
・
ど
な
た
・
だ
れ

〃

225

６

そ
ん
な

そ
ん
な

編
集
後
記

　
「
道
標
」
二
〇
一
二
年
春
（
第
二
十
四
）
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

こ
の
四
月
よ
り
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
十
四
）
年
度
版
教
科
書
が
使
用
開
始

と
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

本
誌
で
は
、
移
行
措
置
の
た
め
の
資
料
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
適
宜
、
ご

活
用
く
だ
さ
い
。（
弊
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
公
開
す
る
予
定
で
す
。）

　

平
成
二
十
二
年
に
改
定
さ
れ
た
「
常
用
漢
字
表
」
で
追
加
さ
れ
た
漢
字
や
音

訓
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、教
師
用
指
導
書
の
『「
言
葉
の
と
び
ら
」
解
説
編
』

に
「
漢
字
資
料
」
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
適
宜
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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理
解
」
を
学
習
せ
ず
、
新
版
教
科
書
で
も
学
習
す
る
機
会
の
な
い
ま
ま
、
中
学

校
の
学
習
を
修
了
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
移
行
の
た
め
の
措
置

が
必
要
で
す
。

　

本
誌
で
は
移
行
措
置
の
た
め
の
資
料
を
そ
れ
ぞ
れ
作
成
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
適

宜
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
参
考
】

■
「
訓
読
の
仕
方
」
の
新
学
習
指
導
要
領
上
の
位
置
づ
け

第
一
学
年
の
伝
ア
ア　

文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
古
文
や
漢
文

を
音
読
し
て
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、
古
典
の
世
界
に
触

れ
る
こ
と
。

■
「
熟
語
の
構
成
」
の
新
学
習
指
導
要
領
上
の
位
置
づ
け

第
一
学
年
の
伝
イ
ウ　

事
象
や
行
為
な
ど
を
表
す
多
様
な
語
句
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
る
と
と
も
に
、
話
や
文
章
の
中
の
語
彙
に
つ
い
て
関
心
を
も
つ
こ
と
。

■
「
敬
語
」（
敬
語
の
知
識
・
理
解
）
の
新
学
習
指
導
要
領
上
の
位
置
づ
け

第
二
学
年
の
伝
イ
ア　

話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
の
違
い
、
共
通
語
と
方
言
の

果
た
す
役
割
、
敬
語
の
働
き
な
ど
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

　

本
年
度
よ
り
、
新
学
習
指
導
要
領
が
全
面
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
授
業
が
始

ま
り
ま
す
。
教
科
書
の
内
容
も
全
面
改
訂
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
次
の
よ

う
な
こ
と
が
生
じ
ま
す
。

　

①
訓
読
の
仕
方　
＊
二
年
生
の
た
め
の
移
行
措
置
が
必
要

　

旧
版
教
科
書
で
は
、「
訓
読
の
仕
方
」
は
第
二
学
年
で
扱
っ
て
い
ま
し
た
が
、

新
版
教
科
書
で
は
、
第
一
学
年
で
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
今

年
度
の
二
年
生
は
、
旧
版
教
科
書
で
「
訓
読
の
仕
方
」
を
学
習
せ
ず
、
新
版
教

科
書
で
も
学
習
す
る
機
会
の
な
い
ま
ま
、
中
学
校
の
学
習
を
修
了
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
移
行
の
た
め
の
措
置
が
必
要
で
す
。

　

②
熟
語
の
構
成　
＊
二
、
三
年
生
の
た
め
の
移
行
措
置
が
必
要

　

旧
版
教
科
書
で
は
、「
熟
語
の
構
成
」
は
第
三
学
年
で
扱
っ
て
い
ま
し
た
が
、

新
版
教
科
書
で
は
、
第
一
学
年
で
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
今

年
度
の
二
、
三
年
生
は
、
旧
版
教
科
書
で
「
熟
語
の
構
成
」
を
学
習
せ
ず
、
新

版
教
科
書
で
も
学
習
す
る
機
会
の
な
い
ま
ま
、
中
学
校
の
学
習
を
修
了
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
移
行
の
た
め
の
措
置
が
必
要
で
す
。

　

③
敬
語
（
敬
語
の
知
識
・
理
解
）
＊
三
年
生
の
た
め
の
移
行
措
置
が
必
要

　

旧
版
教
科
書
で
は
、
敬
語
の
知
識
や
理
解
に
関
す
る
学
習
は
第
三
学
年
で

扱
っ
て
い
ま
し
た
が
、
新
版
教
科
書
で
は
、
第
二
学
年
で
扱
う
こ
と
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
年
度
の
三
年
生
は
、
旧
版
教
科
書
で
「
敬
語
の
知
識
・

平
成
二
十
四
年
度
版
『
伝
え
合
う
言
葉　

中
学
国
語
』
移
行
措
置
資
料
（
伝
統
文
化
と
言
語
）
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■
返
り
点
…
…
漢
文
を
日
本
語
の
語
順
で
読
む
た
め
の
符
号
。
漢
字
の
左
下
に

書
き
ま
す
。

　

○
レ
点　

一
字
下
か
ら
返
っ
て
読
む
と
き
の
符
号
。

守
ル

　株
。ヲ

　
　株
を
守
る
。

　
　レ

　

昔
、
宋そ
う

の
農
民
が
切
り
株
に
ぶ
つ
か
っ
て
死
ん
だ
う
さ
ぎ
を
手
に
入

れ
て
以
来
、
仕
事
そ
っ
ち
の
け
で
う
さ
ぎ
を
待
と
う
と
切
り
株
を
守
っ

た
故
事
か
ら
、
古
い
慣
習
に
と
ら
わ
れ
て
、
変
化
や
進
歩
を
し
な
い
こ

と
を
い
う
。

　　

○
一
・
二
点　

二
字
以
上
、
下
か
ら
返
っ
て
読
む
と
き
の
符
号
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
イ
）

借か
ル

　虎と
ら
ノ

　威ゐ
ヲ

　狐
き
つ
ね

。
　
　虎
の
威
を
借
る
狐
。

　
　二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一

　

虎
に
捕つ
か

ま
っ
た
狐
が
「
私
は
百
ひ
ゃ
く

獣じ
ゅ
うの
長
だ
と
神
様
に
命
じ
ら
れ
た
。」

と
だ
ま
し
、
虎
を
従
え
て
歩
く
と
獣け
も
の

た
ち
が
逃に

げ
出
し
た
の
で
、
虎
は

獣
た
ち
が
狐
を
恐お
そ

れ
た
と
思
い
込こ

ん
だ
と
い
う
故
事
か
ら
、
弱
い
者
が

有
力
者
の
権
勢
を
か
さ
に
着
て
い
ば
る
こ
と
を
い
う
。

　

訓
読
法
に
従
っ
て
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
改
め
た
も
の
を
書
き
下
し
文
と
い
い

ま
す
。

第
一
学
年

　訓
読
の
仕
方

【
目
標
】　

●
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
音
読
し
て
漢
文
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
。

　

漢
文
は
、
も
と
も
と
中
国
の
文
章
で
す
。
漢
字
だ
け
で
書
か
れ
、
語
順
が
日

本
語
と
異
な
る
の
で
、
私
た
ち
の
祖
先
は
符ふ

号ご
う

を
つ
け
、
日
本
語
に
翻ほ

ん

訳や
く

し
な

が
ら
読
む
訓
読
法
を
考
え
ま
し
た
。

■
送
り
仮が

名な

…
…
用
言
の
活
用
語ご

尾び

や
助
詞
・
助
動
詞
を
片
仮
名
で
漢
字
の
右

下
に
書
き
ま
す
。
歴
史
的
仮
名
遣づ

か

い
を
用
い
ま
す
。

大た
い

　
　器き

ハ

　晩ば
ん

　
　成せ

い

。ス

　
　大
器
は
晩
成
す
。

　

偉い

大だ
い

な
人
物
は
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
大
成
す
る
こ
と
を
い
う
。
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［
似
た
意
味
の
漢
字
］
型

　

前
の
部
分
と
あ
と
の
部
分
が
似
た
意
味
で
並へ

い

立り
つ

す
る
関
係
。

　
　

例　

温
暖　
　

寒
冷　
　

河か

川せ
ん　
　

岩
石　
　

単
独　
　

思
考

［
反
対
の
意
味
の
漢
字
］
型

　

前
の
部
分
と
あ
と
の
部
分
が
反
対
の
意
味
で
並
立
す
る
関
係
。

　
　

例　

公
私　
　

増
減　
　

上
下　
　

左
右　
　

問
答　
　

明
暗

［
接
頭
語
］
型

　
「
不
」「
非
」「
無
」「
未
」
な
ど
の
接
頭
語
が
つ
い
て
、
あ
と
の
部
分
を
打
ち

消
す
関
係
。

　
　

例　

不
覚　
　

非
常　
　

無
理　
　

未
来

［
接せ

つ

尾び

語
］
型

　
「
的
」「
性
」「
然
」「
化
」
な
ど
が
接
尾
語
と
し
て
つ
く
関
係
。

　
　

例　

私
的　
　

水
性　
　

整
然　
　

液
化

◎
三
文
字
以
上
の
熟
語　

▼
▼
▼

　

三
文
字
以
上
の
熟
語
も
、
す
で
に
あ
げ
た
構
成
の
型
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
住
宅
不
足
」
は
、「
住
宅
」
が
「
不
足
」
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、「
主
語
―
述
語
」
型
と
な
り
、「
扶
養
家
族
」
は
、「
扶
養
」
す
る
「
家
族
」

で
、「
修
飾
―
被
修
飾
」
型
と
な
り
ま
す
。

第
一
学
年

　熟
語
の
構
成

【
目
標
】　

●
語
句
の
構
成
の
基
本
的
な
型
を
知
る
。

　

熟
語
の
構
成
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
型
が
あ
り
ま
す
。

［
主
語
―
述
語
］
型

　

前
の
部
分
が
主
語
を
表
し
、
あ
と
の
部
分
が
述
語
に
な
る
関
係
。

　
　

例　

雷ら
い

鳴め
い　
　

国
営　
　

市
立　
　

人
造　
　

腹
痛　
　

年
長

［
修
し
ゅ
う

飾し
ょ
く―
被ひ

修
飾
］
型

　

前
の
部
分
が
あ
と
の
部
分
を
修
飾
す
る
関
係
。

　
　

例　

晴
天　
　

残
雪　
　

厳
守　
　

激
動　
　

海
水　
　

砂さ

丘き
ゅ
う

［
述
語
―
目
的
語
］
型

　

前
の
部
分
が
述
語
に
あ
た
る
意
味
を
表
し
、
あ
と
の
部
分
が
「
…
…
を
」 

「
…
…
に
」
な
ど
の
意
味
で
そ
れ
に
か
か
る
意
味
を
表
す
関
係
。

　
　

例　

読
書　
　

出し
ゅ

荷っ
か　

　

乗
車　
　

帰
宅　
　

開
会　
　

発
熱
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ハ
ル
は
、
お
客
さ
ん
に
ど
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

　

言
葉
は
、
そ
の
内
容
も
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
内
容
さ
え
ま
ち
が
っ
て
い

な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
も
よ
い
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
話
し
言
葉
の
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
面
な

の
か
、
自
分
と
相
手
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
か
、
な
ど
を
判
断
し
、
そ
の

場
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
の
仕
方
を
選
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ハ
ル
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
条
件
が
、
表
現
の
仕
方
を
選
ぶ
観
点
に
な
り

ま
す
。

　

・
パ
ン
屋
さ
ん
の
店
先
と
い
う
場
所
。

　

・
お
客
さ
ん
と
店
員
と
い
う
関
係
。

　

・
商
品
を
買
っ
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
へ
の
感
謝
と
、
待
た
せ
て
す
ま
な
い
と

い
う
気
持
ち
。

　

さ
て
、
お
客
さ
ん
に
気
持
ち
よ
く
買
い
物
を
し
て
も
ら
う
に
は
、
ど
の
よ
う

な
言
い
方
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　

聞
き
手
や
読
み
手
な
ど
の
相
手
に
、
敬
意
を
表
す
言
葉
を
敬
語
と
い
い
ま

す
。
敬
語
と
い
う
と
、
堅か

た

苦
し
く
形
式
的
な
印
象
を
抱い

だ

き
が
ち
で
す
が
、
敬
語

に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
も
ち
、
適
切
に
使
う
こ
と
で
、
私わ

た
した
ち
は
互
い
を

尊
重
し
合
い
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

第
二
学
年

　敬
語
（
敬
語
の
知
識
・
理
解
）

【
目
標
】　

●
敬
語
の
は
た
ら
き
や
特
徴
に
つ
い
て
知
る
。

◎
敬
語
と
は
何
だ
ろ
う
？　

▼
▼
▼

　

次
に
示
す
の
は
、
中
学
生
の
ハ
ル
と
ア
キ
の
会
話
の
一
部
で
す
。

ア
キ　

あ
ら
、
元
気
が
な
い
よ
う
だ
け
ど
、
ど
う
し
た
の
？

ハ
ル　

実
は
今
日
、
商
店
街
の
パ
ン
屋
さ
ん
で
「
職
場
体
験
」
を
し
た
ん
だ
。

そ
う
し
た
ら
…
…
。

ア
キ　

例
に
よ
っ
て
、
何
か
、
や
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
？

ハ
ル　

逆
だ
よ
。
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
…
…
。

ア
キ　

何
が
で
き
な
か
っ
た
の
？

ハ
ル　

お
客
さ
ん
と
の
や
り
と
り
。
お
客
さ
ん
が
来
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の

人
の
買
い
た
い
パ
ン
が
、ま
だ
焼
き
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、「
悪

い
け
ど
、
三
十
分
た
っ
た
ら
、
ま
た
来
て
よ
。」
っ
て
…
…
。

ア
キ　

そ
の
ま
ん
ま
言
っ
ち
ゃ
っ
た
の
？

ハ
ル　

…
…
う
ん
。
お
か
げ
で
店
長
さ
ん
か
ら
大
目
玉
。

ア
キ　

あ
ら
あ
。

ハ
ル　

ち
ゃ
ん
と
敬
語
を
使
え
ば
よ
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
慌あ
わ

て
て
い

た
か
ら
…
…
。
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・「
お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
お
手
紙
を
出
す
。」（
自
分
か
ら
相
手
に
向
か
う

事
柄
）

　

な
お
、
自
分
の
側
の
行
い
、
物
事
な
ど
を
へ
り
下
ら
せ
て
言
う
と
き
、
敬
意

を
表
し
た
い
相
手
が
話
や
文
章
の
聞
き
手
や
読
み
手
と
な
る
場
合
は
、
丁
重
語

と
し
て
区
別
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
明
日
か
ら
家
族
旅
行
へ
参

り
ま
す
。」
な
ど
の
場
合
は
、
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
表
現
で
す
。

丁て
い

寧ね
い

語

　

改
ま
っ
た
場
面
や
相
手
に
対
し
て
丁
寧
に
述
べ
る
言
葉
を
、
丁
寧
語
と
い
い

ま
す
。
文
末
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

【
語
例
】

　

文
末
の
「
で
す
」「
ま
す
」「
で
ご
ざ
い
ま
す
」

【
使
用
例
】

　

・「
今
日
は
四
月
三
日
で
す
。」

　

・「
山や

ま

田だ

君
を
紹し

ょ
う

介か
い

し
ま
す
。」

美
化
語

　

物
事
を
、
上
品
に
美
し
く
表
現
す
る
言
い
方
を
、
美
化
語
と
い
い
ま
す
。
直

接
に
は
、
誰だ

れ

に
対
し
て
の
敬
意
も
含ふ

く

ま
れ
て
い
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
す
。

【
使
用
例
】

　

・「
こ
こ
で
は
う
ま
い
お
米
が
と
れ
る
。」

　

・「
冷
た
い
お
水
が
ほ
し
い
。」

◎
敬
語
の
種
類
と
は
た
ら
き　

▼
▼
▼

尊
敬
語

　

話
題
の
中
の
人
物
（
相
手
・
相
手
側が

わ

の
人
物
な
ど
）
を
高
め
て
言
う
言
葉
を

尊
敬
語
と
い
い
ま
す
。

【
語
例
】

　

お
っ
し
ゃ
る
（
←
言
う
）　　

お
使
い
に
な
る
（
←
使
う
）

　

な
さ
る
（
←
す
る
）　　
　
　

読
ま
れ
る
（
←
読
む
）

　
〔
敬
意
を
表
し
た
い
相
手
か
ら
の
〕
お
言
葉
・
ご
説
明

　

お
元
気　
　

ご
立
派　
　

お
名
前　
　

ご
趣し

ゅ

味み　
　

○
○
様　
　

○
○
殿ど

の

【
使
用
例
】

　

・「
が
ん
ば
れ
よ
。」
と
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。（
相
手
の
行
い
）

　

・「
お
客
様
の
ご
住
所
は
？
」（
相
手
に
関
係
し
た
事
柄
）

　

・「
と
て
も
お
忙
し
い
よ
う
で
す
ね
。」（
相
手
の
状じ

ょ
う

況き
ょ
う

）

謙け
ん

譲じ
ょ
う

語

　

話
題
の
中
の
人
物
（
自
分
や
自
分
側
の
人
物
な
ど
）
の
動
作
が
向
か
う
相
手

を
高
め
て
言
う
言
葉
を
謙
譲
語
と
い
い
ま
す
。

【
語
例
】

　

申
し
上
げ
る
（
←
言
う
）　　
　

お
目
に
か
か
る
（
←
会
う
）

　

お
届
け
す
る
（
←
届
け
る
）　　

ご
案
内
す
る
（
←
案
内
す
る
）

　
〔
敬
意
を
表
し
た
い
相
手
へ
の
〕
ご
案
内
・
ご
説
明

【
使
用
例
】

　

・「
先
生
に
花
束
を
さ
し
あ
げ
ま
し
た
。」（
自
分
の
行
い
）
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漢字 漢字 漢字

窃
薦
繊
阻
租
措
粗
疎
双
壮
荘
捜
挿
喪
騒
妥
堕
惰
逮
択
脱
丹
胆
畜
逐
窒
懲
墜
邸
締
斗
逃

倒
凍
匿
篤
軟
弐
尿
粘
把
輩
抜
罰
範
蛮
避
匹
描
猫
怖
赴
侮
伏
覆
紛
雰
捕
抱
褒
傍
朴
墨
翻

又
銘
妄
猛
網
憂
与
誉
庸
揚
揺
擁
抑
羅
頼
酪
慮
了
厘
累
励
戻
零
麗
烈
裂
廉
楼
惑

音　　訓 音　　訓 音　　訓
セツ

セン
すす-める
セン

ソ

ソ

ソ

ソ
あら-い
ソ

ソウ
ふた
ソウ

ソウ

ソウ
さが-す
ソウ
さ-す
ソウ
も
ソウ
さわ-ぐ
ダ

ダ

ダ

タイ

タク

ダツ
ぬ-ぐ
タン

タン

チク

チク

チツ

チョウ
こ-りる
ツイ

テイ

テイ
し-まる
ト

トウ
に-げる　のが-す

トウ
たお-れる
トウ
こお-る　こご-える
トク

トク

ナン
やわ-らか
ニ

ニョウ

ネン
ねば-る
ハ

ハイ

バツ
ぬ-く
バツ　バチ

ハン

バン

ヒ
さ-ける
ヒツ
ひき
ビョウ
えが-く　か-く

ねこ
フ
こわ-い
フ
おもむ-く
ブ

フク
ふ-せる
フク
おお-う
フン
まぎ-れる
フン

ホ
と-らえる　つか-まえる
ホウ
だ-く　いだ-く　かか-える

ほ-める
ボウ

ボク

ボク
すみ
ホン

また
メイ

モウ

モウ

モウ
あみ
ユウ
うれ-える
ヨ
あた-える
ヨ
ほま-れ
ヨウ

ヨウ
あ-げる
ヨウ
ゆ-れる
ヨウ

ヨク
おさ-える
ラ

ライ
たの-む　たよ-る
ラク

リョ

リョウ

リン

ルイ

レイ
はげ-む

もど-す
レイ

レイ

レツ

レツ
さ-く
レン

ロウ

ワク
まど-う

平成24年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／三省堂 → 教育出版
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漢字 漢字 漢字

握
威
偉
緯
壱
陰
畝
浦
影
鋭
汚
翁
卸
禍
箇
戒
概
勘
敢
款
寛
憾
鑑
頑
奇
幾
棄
騎
却
虐

窮
拠
虚
享
狭
恐
斤
緊
刑
恵
継
迎
堅
賢
謙
幻
孤
呉
坑
恒
慌
衡
獄
懇
砕
債
歳
載
崎
錯

肢
雌
慈
疾
邪
蛇
釈
需
酬
粛
庶
緒
升
症
粧
鐘
剰
慎
薪
尽
迅
衰
遂
随
髄
井
請
析
隻
惜

音　　訓 音　　訓 音　　訓
アク
にぎ-る
イ

イ
えら-い
イ

イチ

イン
かげ　かげ-る

うね

うら
エイ
かげ
エイ
するど-い
オ
よご-す　きたな-い
オウ

おろ-す　おろし
カ

カ

カイ
いまし-める
ガイ

カン

カン

カン

カン

カン

カン

ガン

キ

キ
いく
キ

キ

キャク

ギャク

キュウ

キョ　コ

キョ

キョウ

せま-い　せば-める
キョウ
おそ-れる
キン

キン

ケイ

ケイ　エ
めぐ-む
ケイ
つ-ぐ
ゲイ
むか-える
ケン
かた-い
ケン
かしこ-い
ケン

ゲン
まぼろし
コ

ゴ

コウ

コウ

あわ-てる
コウ

ゴク

コン

サイ
くだ-く
サイ

サイ　セイ

サイ
の-せる

さき
サク

シ

シ
め　めす
ジ

シツ

ジャ

ジャ　ダ
へび
シャク

ジュ

シュウ

シュク

ショ

ショ　チョ
お
ショウ
ます
ショウ

ショウ

ショウ
かね
ジョウ

シン
つつし-む
シン
たきぎ
ジン
つ-くす
ジン

スイ
おとろ-える
スイ
と-げる
ズイ

ズイ

ショウ
い
セイ
う-ける
セキ

セキ

セキ
お-しい

平成24年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／三省堂 → 教育出版

＊（旧版三省３年　→　新版教出１，２年）の漢字� ※２年生は■の漢字のみ必要。

三省堂→教育出版 ◆２，３年生で移行措置が必要となる漢字
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漢字 漢字 漢字

依
違
暇
雅
壊
刈
陥
換
歓
企
岐
忌
菊
叫
仰
傑
剣
嫌
碁
項
綱
剛
恨
栽
彩
催
咲
擦
脂
漆

秀
充
柔
獣
潤
詳
彰
償
礁
丈
触
伸
紳
寝
審
粋
睡
穂
杉
是
栓
遷
桑
掃
槽
替
卓
端
鍛
恥

遅
痴
彫
珍
塚
訂
途
塗
桃
透
盗
稲
督
突
鈍
忍
濃
杯
幅
憤
簿
忙
凡
魔
眠
免
厄
躍
塁
枠
腕

音　　訓 音　　訓 音　　訓
イ

イ
ちが-う
カ
ひま
ガ

カイ
こわ-す

か-る
カン
おちい-る
カン
か-える
カン

キ
くわだ-てる
キ

キ

キク

キョウ
さけ-ぶ
ギョウ　コウ
あお-ぐ
ケツ

ケン
つるぎ
ケン　ゲン
きら-う　いや
ゴ

コウ

コウ
つな
ゴウ

コン
うら-む
サイ

サイ

サイ
もよお-す

さ-く
サツ
す-る
シ
あぶら
シツ
うるし

シュウ

ジュウ

ジュウ　ニュウ
やわ-らか
ジュウ
けもの
ジュン
うるお-う　うる-む
ショウ
くわ-しい
ショウ

ショウ
つぐな-う
ショウ

ジョウ
たけ
ショク
ふ-れる　さわ-る
シン
の-びる
シン

シン
ね-る
シン

スイ
いき
スイ

ほ

すぎ
ゼ

セン

セン

くわ
ソウ
は-く
ソウ

タイ
か-える
タク

タン
はし　はた
タン
きた-える
チ
は-じる　はじ

チ
おく-れる　おそ-い
チ

チョウ
ほ-る
チン
めずら-しい

つか
テイ

ト

ト
ぬ-る
トウ
もも
トウ
す-く
トウ
ぬす-む
トウ
いね　いな
トク

トツ
つ-く
ドン
にぶ-い
ニン
しの-ぶ
ノウ
こ-い
ハイ
さかずき
フク
はば
フン

ボ

ボウ
いそが-しい
ボン

マ

ミン
ねむ-る
メン

ヤク

ヤク
おど-る
ルイ

わく
ワン
うで

平成24年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／三省堂 → 教育出版

＊（旧版三省２年　→　新版教出１年）の漢字
三省堂→教育出版 ◆２年生で移行措置が必要となる漢字
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漢字 漢字

駄
鍛
畜
逐
挑
墜
塚
坪
邸
撤
塗
棟
稲
匿
督
篤
曇
忍
泊
漠
罰
閥
畔
頒
藩
蛮
泌
扶
符
譜
侮
併

舗
募
邦
泡
胞
砲
褒
墨
撲
麻
厄
幽
憂
庸
窯
虜
猟
陵
寮
厘
累
零
麗
廉
錬
枠

音　　訓 音　　訓
ダ

タン
きた-える
チク

チク

チョウ
いど-む
ツイ

つか

つぼ
テイ

テツ

ト
ぬ-る
トウ
むね
トウ
いね　いな
トク

トク

トク

ドン
くも-る
ニン
しの-ぶ
ハク
と-まる
バク

バツ　バチ

バツ

ハン

ハン

ハン

バン

ヒツ

フ

フ

フ

ブ

ヘイ
あわ-せる

ホ

ボ
つの-る
ホウ

ホウ
あわ
ホウ

ホウ

ほ-める
ボク
すみ
ボク

マ
あさ
ヤク

ユウ

ユウ
うれ-える
ヨウ

かま
リョ

リョウ

リョウ

リョウ

リン

ルイ

レイ

レイ

レン

レン

わく

平成24年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／光村図書 → 教育出版
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漢字

漢字

漢字

漢字

漢字

漢字

鈴
裂

扱
尉
慰
緯
疫
炎
猿
禍
靴
稼
蚊
悔
潟
褐
勘
監
艦
岐
忌
狂
享
峡
偶
蛍
倹
圏

露
廊

謙
弦
弧
碁
香
溝
昆
恨
墾
懇
宰
彩
債
催
滋
慈
湿
邪
寂
狩
需
囚
愁
汁
叔
粛

漏
湾

庶
緒
抄
晶
剰
錠
審
粋
穂
随
据
瀬
是
姓
隻
禅
租
措
粗
荘
捜
喪
葬
賊
堕
惰

音　　訓

音　　訓

音　　訓

音　　訓

音　　訓

音　　訓

レイ　リン
すず
レツ
さ-く

あつか-う
イ

イ
なぐさ-める
イ

エキ

エン
ほのお
エン
さる
カ

くつ

かせ-ぐ

か
カイ
く-いる　くや-しい

かた
カツ

カン

カン

カン

キ

キ

キョウ
くる-う
キョウ

キョウ

グウ

ケイ
ほたる
ケン

ケン

ロ　ロウ
つゆ
ロウ

ケン

ゲン

コ

ゴ

コウ
か　かお-り
コウ
みぞ
コン

コン
うら-む
コン

コン

サイ

サイ

サイ

サイ
まよお-す
ジ

ジ

シツ
しめ-る
ジャ

ジャク
さび　さび-しい
シュ
か-る
ジュ

シュウ

シュウ

ジュウ
しる
シュク

シュク

ロウ
も-る
ワン

ショ

ショ　チョ
お
ショウ

ショウ

ジョウ

ジョウ

シン

スイ
いき

ほ
ズイ

す-える

せ
ゼ

セイ　ショウ

セキ

ゼン

ソ

ソ

ソ
あら-い
ソウ

ソウ
さが-す
ソウ
も
ソウ

ゾク

ダ

ダ

平成24年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／光村図書 → 教育出版

＊（旧版光村３年　→　新版教出１，２年）の漢字� ※２年生は■の漢字のみ必要。

光村図書→教育出版 ◆２，３年生で移行措置が必要となる漢字
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漢字 漢字 漢字

偉
皆
概
較
肝
堪
頑
既
菊
叫
隅
携
嫌
玄
孤
枯
慌
綱
剛
豪
獄
込
栽
擦
脂
漆
酬
充
柔
獣

潤
沼
症
詳
彰
礁
鐘
唇
薪
甚
吹
睡
斉
析
扇
壮
槽
騒
妥
卓
棚
胆
遅
釣
鎮
訂
泥
添
豚
濃

輩
拍
縛
盤
疲
扉
匹
瓶
敷
幅
覆
沸
憤
簿
忙
剖
朴
翻
凡
盆
又
漫
免
紋
躍
揚
抑
竜
塁
励

音　　訓 音　　訓 音　　訓
イ
えら-い
カイ
みな
ガイ

カク

カン
きも

た-える
ガン

キ
すで-に
キク

キョウ
さけ-ぶ
グウ
すみ
ケイ
たずさ-える
ケン　ゲン
きら-う　いや
ゲン

コ

コ
か-れる

あわ-てる
コウ
つな
ゴウ

ゴウ

ゴク

こ-む
サイ

サツ
す-る
シ
あぶら
シツ
うるし
シュウ

ジュウ

ジュウ　ニュウ
やわ-らか
ジュウ
けもの

ジュン
うるお-う　うる-む

ぬま
ショウ

ショウ
くわ-しい
ショウ

ショウ

ショウ
かね

くちびる
シン
たきぎ

はなは-だ
スイ
ふ-く
スイ

セイ

セキ

セン
おうぎ
ソウ

ソウ

ソウ
さわ-ぐ
ダ

タク

たな
タン

チ
おく-れる　おそ-い

つ-る
チン

テイ

どろ
テン
そ-える
トン
ぶた
ノウ
こ-い

ハイ

ハク　ヒョウ

バク
しば-る
バン

ヒ
つか-れる

とびら
ヒツ
ひき
ビン

し-く
フク
はば
フク
おお-う
フツ
わ-く
フン

ボ

ボウ
いそが-しい
ボウ

ボク

ホン

ボン

ボン

また
マン

メン

モン

ヤク
おど-る
ヨウ
あ-げる
ヨク
おさ-える
リュウ
たつ
ルイ

レイ
はげ-む

平成24年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／光村図書 → 教育出版

＊（旧版光村２年　→　新版教出１年）の漢字
光村図書→教育出版 ◆２年生で移行措置が必要となる漢字
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漢字

矛
霧
滅
網
紋
厄
躍
踊
擁
抑
羅
吏
柳
粒
虜
慮
猟
隣
麗
裂

音　　訓
ム
ほこ
ム
きり
メツ
ほろ-びる
モウ
あみ
モン

ヤク

ヤク
おど-る
ヨウ
おど-る
ヨウ

ヨク
おさ-える
ラ

リ

リュウ
やなぎ
リュウ
つぶ
リョ

リョ

リョウ

リン
とな-る　となり
レイ

レツ
さ-く

平成24年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／教育出版継続使用
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漢字 漢字 漢字

亜
哀
宴
鉛
菓
怪
涯
滑
艦
鑑
棋
輝
欺
虐
窮
拒
況
恐
謹
愚
迎
傑
倹
孤
枯
呉
恒
酷
懇
唆

砕
剤
肢
雌
疾
湿
漆
釈
爵
酬
醜
充
瞬
盾
徐
匠
床
償
縄
慎
薪
迅
甚
帥
粋
請
隻
旋
禅
疎

捜
即
駄
胆
端
壇
眺
懲
墜
締
撤
怒
到
倒
踏
伐
被
碑
浜
瓶
侮
舞
雰
偏
募
胞
褒
膨
翻
妙

音　　訓 音　　訓 音　　訓
ア

アイ
あわ-れ
エン

エン
なまり
カ

カイ
あや-しい
ガイ

カツ　コツ
すべ-る　なめ-らか
カン

カン

キ

キ
かがや-く
ギ
あざむ-く
ギャク

キュウ

キョ
こば-む
キョウ

キョウ
おそ-れる
キン
つつし-む
グ
おろ-か
ゲイ
むか-える
ケツ

ケン

コ

コ
か-れる
ゴ

コウ

コク

コン

サ

サイ
くだ-く
ザイ

シ

シ
め　めす
シツ

シツ
しめ-る
シツ
うるし
シャク

シャク

シュウ

シュウ
みにく-い
ジュウ

シュン

ジュン
たて
ジョ

ショウ

ショウ
とこ　ゆか
ショウ
つぐな-う
ジョウ
なわ
シン
つつし-む
シン
たきぎ
ジン

はなは-だ
スイ

スイ
いき
セイ
う-ける
セキ

セン

ゼン

ソ

ソウ
さが-す
ソク

ダ

タン

タン
はし　はた
ダン

チョウ
なが-める
チョウ
こ-りる
ツイ

テイ
し-まる
テツ

ド
いか-る　おこ-る
トウ

トウ
たお-れる
トウ
ふ-む
バツ

ヒ
こうむ-る
ヒ

ヒン
はま
ビン

ブ

ブ
ま-う　まい
フン

ヘン
かたよ-る
ボ
つの-る
ホウ

ほ-める
ボウ
ふく-らむ
ホン

ミョウ

平成24年度版『伝え合う言葉　中学国語』移行措置資料（漢字）／教育出版継続使用

＊（旧版教出３年　→　新版教出１，２年）の漢字� ※２年生は■の漢字のみ必要。

教育出版継続使用 ◆２，３年生で移行措置が必要となる漢字
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漢字 漢字 漢字

翁
靴
壊
概
肝
陥
堪
環
菊
丘
狭
隅
屈
恵
嫌
懸
悟
荒
獄
恨
斎
削

柔
潤
晶
詳
伸
辛
振
吹
据
姓
斉
槽
騒
袋
恥
沈
鎮
添
塗
透
突
曇

忍
濃
拍
縛
罰
微
描
幅
覆
沸
泡
冒
魔
慢
漫
憂
与
揚
励
漏

音　　訓 音　　訓 音　　訓
オウ

くつ
カイ
こわ-す
ガイ

カン
きも
カン
おちい-る

た-える
カン

キク

キュウ
おか

せま-い　せば-める
グウ
すみ
クツ

ケイ　エ
めぐ-む
ケン　ゲン
きら-う　いや
ケン
か-ける
ゴ
さと-る
コウ
あら-い　あ-れる
ゴク

コン
うら-む
サイ

サク
けず-る

ジュウ　ニュウ
やわ-らか
ジュン
うるお-う　うる-む
ショウ

ショウ
くわ-しい
シン
の-びる
シン
から-い
シン
ふ-る
スイ
ふ-く

す-える
セイ　ショウ

セイ

ソウ

ソウ
さわ-ぐ

ふくろ
チ
は-じる　はじ
チン
しず-む
チン

テン
そ-える
ト
ぬ-る
トウ
す-く
トツ
つ-く
ドン
くも-る

ニン
しの-ぶ
ノウ
こ-い
ハク　ヒョウ

バク
しば-る
バツ　バチ

ビ

ビョウ
えが-く　か-く
フク
はば
フク　
おお-う
フツ
わ-く
ホウ
あわ
ボウ
おか-す
マ

マン

マン

ユウ
うれ-える
ヨ
あた-える
ヨウ
あ-げる
レイ
はげ-む
ロウ
も-る

　

平成24年度版
『伝え合う言葉　中学国語』

移行措置資料（漢字）
■４月から新しい教科書をお使いいただくにあたり
　本資料は，教科書の改訂（および採択会社の変更）の際に必要となる漢字の移行措置を行うためのもの
です。ご指導にあたっては，適宜，本資料をご活用ください。
　音訓欄の，片仮名は音読みを，平仮名は訓読みを，＿線は特別な読みや用法のごく狭い読みを示します。

＊（旧版教出２年　→　新版教出１年）の漢字
教育出版継続使用 ◆２年生で移行措置が必要となる漢字
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